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れ
道
内
で
も
か
な
り
広
大
な
面
積
を
有
す
る
扇
状
地
で
す
。

　

二
つ
の
大
き
な
扇
状
地
か
ら
成
る
上
川
盆
地
に
は
、
河

岸
段
丘
が
広
範
に
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
河
岸
段
丘
は
段

丘
面
と
段
丘
崖
か
ら
成
り
ま
す
。
上
川
盆
地
の
場
合
、
大

き
く
ま
と
め
る
と
、以
下
の
三
つ
の
段
丘
面
が
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
①
山
地
も
含
め
た
高
位
段
丘
面
、
②
中
位
段

丘
面
、
③
河
川
と
の
比
高
差
が
ほ
と
ん
ど
な
い
低
位
段
丘

面
あ
る
い
は
氾
濫
原
で
す
。

　

こ
の
う
ち
低
位
段
丘
面
に
つ
い
て
言
う
と
、
大
正
時
代

（
一
九
一
〇
年
代
）
に
販
売
さ
れ
た
絵
は
が
き
（
旭
川
市

博
物
館
所
蔵
）に
石
狩
川
を
写
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
画
像
の
中
に
当
時
の
旭
川
の
低
位
段
丘
面
の
様
子
が

見
て
取
れ
ま
す
。
大
正
時
代
と
い
え
ば
旭
川
の
市
街
地
は

す
で
に
開
発
が
相
当
進
ん
で
い
ま
し
た
が
、
低
位
段
丘
面

は
、
河
川
氾
濫
が
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
た
た
め
に
、
後
に

河
川
改
修
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
が
低
開
発
地
と

し
て
取
り
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
低

位
段
丘
面
の
景
観
と
い
え
ば
、
広
大
な
草
原
の
中
に
湿
地

は
じ
め
に

　

札
幌
大
学
の
瀬
川
と
申
し
ま
す
。
私
が
専
門
と
す
る
考

古
学
は
、
歴
史
学
の
分
野
の
一
つ
で
す
が
、
同
じ
歴
史
学

に
属
す
る
文
献
史
学
と
は
視
点
が
異
な
り
ま
す
。
文
献
史

学
が
文
字
の
記
録
を
基
に
歴
史
を
探
求
す
る
の
に
対
し
、

考
古
学
は
遺
跡
を
発
掘
し
、
発
掘
す
る
と
ま
ず
、
ど
う
し

て
そ
の
遺
跡
が
そ
こ
に
あ
る
の
か
を
考
え
ま
す
。
そ
の
場

合
、
例
え
ば
周
辺
の
動
植
物
の
分
布
状
況
や
地
形
な
ど
か

ら
当
時
の
暮
ら
し
を
復
元
し
て
い
き
ま
す
。

　

私
は
、
旭
川
と
い
う
場
所
に
長
く
住
み
、
こ
の
地
の
ア
イ

ヌ
民
族
の
歴
史
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
北
海
道
中
央
部
の
上
川
盆
地
に

位
置
す
る
旭
川
の
自
然
環
境
の
な
か
で
人
間
が
ど
う
生
き
て

き
た
か
を
考
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

本
日
の
学
習
会
で
は
、
旭
川
の
自
然
環
境
に
適
応
し
形

成
さ
れ
て
い
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
暮
ら
し
の
場
に
、
あ
る

時
期
か
ら
和
人
が
入
植
し
て
近
代
都
市
が
形
成
さ
れ
て
い

く
な
か
で
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
暮
ら
し
は
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
っ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
、
旭
川
の
ア
イ
ヌ
民
族

が
直
面
し
た
近
現
代
に
つ
い
て
、
上
川
盆
地
の
地
形
や
周

辺
の
生
態
系
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
．
上
川
盆
地
の
地
形
の
特
徴

　

本
学
習
会
の
テ
ー
マ
の
舞
台
に
な
る
の
は
上
川
盆
地
で

す
。
こ
こ
に
は
現
在
、
一
市
八
町
（
旭
川
市
、
鷹
栖
町
、

東
川
町
、
東
神
楽
町
、
美
瑛
町
、
比
布
町
、
当
麻
町
、
愛

別
町
、
上
川
町
）
が
分
布
し
て
い
ま
す
。

　

上
川
盆
地
は
、
大
雪
山
系
か
ら
流
れ
出
る
い
く
つ
か
の

河
川
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
平
野
部
で
す
。
主
な
河

川
と
し
て
は
、
石
狩
川
、
忠
別
川
、
美
瑛
川
が
挙
げ
ら
れ
、

こ
れ
ら
を
「
上
川
盆
地
の
三
大
河
川
」
と
総
称
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
大
き
く
は
石
狩
川
扇
状
地
と
忠
別
川
扇
状

地
と
い
う
二
つ
の
扇
状
地
か
ら
成
り
、
こ
の
二
つ
は
そ
れ
ぞ

ア
イ
ヌ
の
景
観
史

　
　
― 
上
川
盆
地
の
地
形
・
生
態
系
適
応
の
歴
史
を
例
に　

瀬　

川　

拓　

郎

北
海
道
近
現
代
史
研
究
会
・
第
６
回
学
習
会
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や
沼
が
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
画
像
に
は

ヤ
ナ
ギ
の
高
木
も
写
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
樹
木
が
生
え
て

い
る
の
は
川
縁
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
外
側
に
は
湿
原
が
広

が
っ
て
い
ま
し
た
。

　

中
位
段
丘
面
に
つ
い
て
言
う
と
、
現
在
の
旭
川
の
市
街

地
に
は
ほ
と
ん
ど
段
差
や
坂
が
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、
住
宅
街
の
中
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
護
岸
さ
れ
た
崖
が
部
分
的
に
残
っ
て
い
ま
す
。
崖
の
上

下
は
比
高
差
に
し
て
二
㍍
ほ
ど
あ
り
、
崖
上
に
広
が
っ
て

い
る
の
が
中
位
段
丘
面
で
す
。

　

高
位
段
丘
面
に
つ
い
て
言
う
と
、
旭
川
市
西
部
の
忠
和

地
区
に
二
〇
一
六
年
ま
で
あ
っ
た
東
海
大
学
旭
川
キ
ャ
ン

パ
ス
は
、
雨う
ぶ
ん紛
台
地
と
呼
ば
れ
る
高
位
段
丘
面
の
先
端
部

に
あ
り
ま
し
た
。
高
位
段
丘
面
と
中
位
段
丘
面
の
比
高
差

は
四
〇
㍍
ほ
ど
も
あ
り
ま
す
。

２
．
上
川
盆
地
に
形
成
さ
れ
た
縄
文
エ
コ
シ
ス
テ
ム

　

上
川
盆
地
の
地
形
の
特
徴
を
以
上
の
よ
う
に
把
握
し
た

上
で
、
ま
ず
、
縄
文
時
代
の
人
々
が
上
川
盆
地
で
ど
の
よ

う
な
生
活
を
し
て
い
た
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

上
川
盆
地
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
は
四
〇
〇
カ
所
ほ
ど
が

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
集
落
遺
跡
は
中
位
段
丘
面
の
縁
辺

部
も
し
く
は
高
位
段
丘
面
の
縁
辺
部
に
集
中
す
る
一
方

で
、
低
位
段
丘
面
で
は
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
低
位
段

丘
面
で
見
つ
か
っ
た
遺
跡
の
一
つ
を
発
掘
し
て
み
た
と
こ

ろ
、
そ
れ
は
集
落
の
跡
で
は
な
く
、
石
狩
川
に
寄
っ
て
く

る
鹿
を
追
い
込
む
落
と
し
穴
、
す
な
わ
ち
、
猟
場
の
跡
で

し
た
。
低
位
段
丘
面
も
縄
文
時
代
に
は
す
で
に
段
丘
面
と

し
て
は
存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
人
が
住
む
環
境
と
し
て

は
選
ば
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
理
由
は
河

川
の
氾
濫
地
帯
だ
か
ら
で
す
。

　

縄
文
時
代
に
集
落
が
形
成
さ
れ
た
地
形
や
環
境
が
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
市
北
部
の
春
光
台
地
区
で
発

見
さ
れ
た
縄
文
遺
跡
の
分
布
を
調
べ
る
と
、
い
く
つ
か
の

特
徴
が
見
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
地
区
の
遺
跡
も
高
位
段

丘
面
も
し
く
は
中
位
段
丘
面
の
縁
辺
部
に
立
地
し
て
い
ま

す
が
、
集
落
の
跡
は
、
丘
の
上
か
ら
の
湧
き
水
が
小
川
と

な
っ
て
流
れ
下
り
、
小
さ
な
半
円
形
の
扇
状
地
を
つ
く
っ

た
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。
春
光
台
の
縁
辺
部
は
縁
に
沿
っ

て
湿
地
が
続
い
て
い
て
、
基
本
的
に
人
が
住
む
の
に
適
さ

な
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
所
々
に
あ
る
小
さ
な
扇
状
地

や
丘
の
上
の
湧
き
水
の
周
辺
な
ど
に
縄
文
の
集
落
が
形
成

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

３
．
擦
文
時
代
の
ア
イ
ヌ
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
成
立

　

次
に
、
縄
文
時
代
の
後
に
当
た
る
擦
文
時
代
以
降
に
、

上
川
盆
地
に
暮
ら
し
て
い
た
ア
イ
ヌ
の
祖
先
の
人
々
が
、

ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

⑴　

サ
ケ
の
生
態
系
適
応
に
よ
る
石
狩
川
水
系
の
集
落

　
　

形
成

　

擦
文
時
代
は
、
縄
文
時
代
、
続
縄
文
時
代
に
続
く
北
海

北　海　道

旧石器時代

縄文時代

道東　　　　　道南

続縄文時代（前期）

アイヌ文化

本州（四国・九州）

旧石器時代

　 縄文時代

弥生時代

古墳時代

飛鳥時代

奈良時代

平安時代

鎌倉時代

南北朝時代

室町時代

安土桃山時代

江戸時代

草創期

早　期

前　期

中　期

後　期

晩　期

続縄文時代

（後期）

擦文時代

　鈴谷文化

オホーツク文化

トビニタイ文化

資料　北海道の考古学年表

1700

1500

1300

1100

900

700

500

300

年代

※　瀬川拓郎著『アイヌの歴史』（講談社、2007年）17頁より引用。
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道
史
特
有
の
時
代
区
分
で
、七
～
一
三
世
紀
と
さ
れ
ま
す
。

そ
の
中
期
は
一
〇
～
一
一
世
紀
頃
、
本
州
で
は
平
安
時
代

に
当
た
り
ま
す
。

　

上
川
盆
地
で
は
擦
文
時
代
の
遺
跡
も
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
縄
文
遺
跡
と
比
べ
る
と
、
分
布
状
況
が
全
く
異
な

り
ま
す
。
前
述
の
と
お
り
、
縄
文
時
代
の
集
落
遺
跡
は
高

位
段
丘
面
と
中
位
段
丘
面
に
し
か
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

擦
文
時
代
の
集
落
遺
跡
は
低
位
段
丘
面
に
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
擦
文
時
代
の
人
々
は
、
河
川
が
氾
濫
を
繰
り
返
す
よ

う
な
場
所
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、

低
位
段
丘
面
の
中
で
も
石
狩
川
筋
の
限
ら
れ
た
場
所
に
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
ぜ
上
川
盆
地
の
擦
文
時
代
の
集
落
遺
跡
は
、
石
狩
川

筋
の
限
ら
れ
た
場
所
で
し
か
発
見
さ
れ
な
い
の
か
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
は
、
発
掘
調
査
か
ら
以
下
の
よ
う
に
推
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

石
狩
川
筋
に
あ
る
擦
文
遺
跡
は
列
状
に
並
ん
で
い
ま
す
。

石
狩
川
の
氾
濫
原
で
あ
っ
た
こ
の
地
域
に
は
、
か
つ
て
石

狩
川
の
支
流
で
あ
る
小
川
が
幾
筋
も
流
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
実
は
そ
の
小
川
沿
い
に
擦
文
時
代
の
集
落
が
あ
り
ま

し
た
。
現
在
の
陸
上
自
衛
隊
第
二
師
団
の
駐
屯
地
（
旭
川

市
春
光
町
）
内
に
は
湧
き
水
が
つ
く
っ
た
池
が
あ
り
、
そ

こ
か
ら
駐
屯
地
の
敷
地
外
へ
小
川
が
流
れ
出
て
い
ま
す

が
、
擦
文
時
代
の
集
落
遺
跡
は
こ
の
小
川
沿
い
に
も
分
布

し
て
い
ま
す
。
こ
の
小
川
は
、
今
で
こ
そ
水
量
は
非
常
に

少
な
く
、
ど
ぶ
川
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
実
は
か
つ
て
は
上
川
盆
地
で
最
大
の
サ
ケ
の
遡
上
量

を
誇
っ
た
川
で
し
た
。

　

石
狩
川
を
遡
上
す
る
サ
ケ
は
最
終
的
に
ど
こ
を
産
卵
場

所
と
し
て
め
ざ
し
て
い
た
か
と
言
え
ば
、
第
二
師
団
駐
屯

地
内
に
あ
る
よ
う
な
、
湧
き
水
の
池
な
の
で
す
。
サ
ケ
が

遡
上
す
る
こ
の
よ
う
な
池
の
こ
と
を
、
ア
イ
ヌ
語
で
「
メ

ム
」
と
い
い
ま
す
。
メ
ム
の
意
味
は
、元
々
は
「
湧
水
池
」

で
す
が
、サ
ケ
が
遡
上
し
て
く
る
の
で
、「
サ
ケ
の
産
卵
場
」

と
同
義
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

旭
川
市
西
部
の
地
域
で
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
元
々
「
メ

ム
」
と
呼
ん
で
い
た
場
所
は
、
明
治
時
代
に
製
作
さ
れ
た

地
図
な
ど
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
四
カ
所
あ
り
ま
し
た
。
メ

ム
の
集
中
的
な
分
布
域
は
、
扇
状
地
の
扇
端
湧
水
帯
に
当

た
り
ま
す
。
こ
の
旭
川
市
西
部
の
地
域
に
メ
ム
が
集
中
す

る
の
は
、
二
つ
の
扇
状
地
（
石
狩
川
扇
状
地
と
忠
別
川
扇

状
地
）
か
ら
成
る
上
川
盆
地
の
地
形
上
の
特
性
に
よ
り
ま

す
。
周
囲
を
山
地
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
本
来

は
下
流
域
に
向
か
っ
て
広
が
っ
て
い
く
は
ず
の
扇
が
山
地

に
阻
ま
れ
、
二
つ
の
扇
状
地
の
扇
端
湧
水
帯
が
こ
の
狭
い

範
囲
に
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

擦
文
時
代
の
集
落
遺
跡
は
扇
端
湧
水
帯
の
メ
ム
の
集
中

す
る
地
域
に
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
集
落
の
集
中

は
サ
ケ
の
遡
上
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
例
と
し
て
、「
錦
町
５
遺
跡
」

（
旭
川
市
川
端
町
）
と
い
う
一
〇
世
紀
の
集
落
遺
跡
が
あ

り
ま
す
。
こ
こ
の
竪
穴
住
居
を
掘
り
起
こ
す
と
、
石
狩
川

の
氾
濫
で
運
ば
れ
た
白
い
砂
が
何
層
も
堆
積
し
て
い
る
の

で
す
が
、
あ
わ
せ
て
サ
ケ
の
骨
の
化
石
も
大
量
に
出
土
し

ま
す
。
縄
文
遺
跡
を
発
掘
し
て
も
、
サ
ケ
の
骨
は
ほ
と
ん

ど
出
て
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
サ
ケ
の
需
要
が
拡
大
す
る

の
は
少
な
く
と
も
擦
文
時
代
の
中
期
以
降
で
あ
り
、
擦
文

時
代
の
集
落
遺
跡
が
「
サ
ケ
の
産
卵
場
」
で
あ
る
メ
ム
の

近
辺
か
ら
発
掘
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
〇
世
紀
頃
か
ら
サ
ケ
の
大
量
捕
獲
・
消
費
を
始
め
る

の
は
上
川
盆
地
だ
け
で
な
く
、
札
幌
で
も
同
様
の
状
況
が

見
ら
れ
ま
す
。
札
幌
市
内
で
は
、
縄
文
時
代
の
遺
跡
は
円

山
や
月
寒
丘
陵
な
ど
至
る
所
で
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
擦

文
時
代
の
遺
跡
は
非
常
に
限
ら
れ
た
地
域
で
し
か
出
土
し

て
い
ま
せ
ん
。
出
土
し
た
地
域
の
一
つ
は
、
現
在
で
言
え

ば
北
区
の
北
海
道
大
学
の
構
内
、
か
つ
て
の
琴
似
川
の
流

域
で
す
。
現
在
は
北
海
道
大
学
植
物
園
な
ど
が
あ
る
地

域
（
札
幌
市
北
区
）
が
元
々
は
扇
端
湧
水
帯
で
、
か
つ
て

は
メ
ム
（
湧
水
池
）
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
湧
き
出
た
水
が

低
湿
地
帯
に
向
か
っ
て
い
く
つ
も
の
小
川
と
な
っ
て
流
れ

下
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
琴
似
川
は
そ
の
一
つ
で
す
。
こ

の
川
沿
い
に
一
〇
〇
〇
軒
ほ
ど
の
竪
穴
住
居
の
集
中
域
が

あ
り
、
明
治
時
代
に
は
ま
だ
窪
地
と
し
て
見
る
こ
と
が
で

き
た
よ
う
で
す
。

　

以
上
で
見
た
よ
う
に
、擦
文
時
代
中
期
の
集
落
遺
跡
は
、

メ
ム
か
ら
流
れ
る
サ
ケ
の
遡
上
河
川
の
付
近
に
つ
く
ら
れ

て
い
ま
す
。
旭
川
の
遺
跡
で
も
、
札
幌
の
遺
跡
で
も
、
そ

の
河
川
が
流
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
サ
ケ
の
遡
上
止
め
を

目
的
と
し
た
杭
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
場

所
に
漁
場
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
竪
穴
住
居

は
こ
の
杭
（
漁
場
）
の
近
く
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

石
狩
川
水
系
に
位
置
す
る
擦
文
時
代
の
集
落
は
、
概
ね

札
幌
、
恵
庭
・
千
歳
、
旭
川
の
三
地
域
に
集
中
し
て
い
ま
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自
分
た
ち
の
活
動
領
域
を
拡
大
し
て
い
く
過
程
に
入
り
ま

す
。
そ
の
結
果
、
活
動
領
域
は
北
海
道
全
域
に
と
ど
ま
ら

ず
、
一
一
世
紀
に
は
サ
ハ
リ
ン
南
部
へ
、
一
五
世
紀
に
は

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島
南
部
を
含
む
千
島
列
島
全
域
に
ま
で

拡
大
し
て
い
ま
し
た
。

　

一
〇
～
一
五
世
紀
に
ア
イ
ヌ
民
族
が
活
動
領
域
を
再
度

拡
大
さ
せ
て
い
く
背
景
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
ず
、
擦
文
時
代
中
期
の
一
〇
世
紀
、
彼
ら
は
そ
れ
ま

で
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
が
暮
ら
し
て
い
た
道
東
の
オ
ホ
ー
ツ
ク

海
側
へ
と
進
出
し
て
い
ま
す
。
本
州
で
は
こ
の
頃
、
オ
オ

ワ
シ
の
尾
羽
が
弓
矢
の
矢
羽
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
例
え
ば
、『
聖
徳
太
子
絵
伝
』
と
い
う
作
品

に
は
、「
蝦
夷
」
と
呼
ば
れ
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
、
オ
オ

ワ
シ
の
尾
羽
を
腰
巻
き
や
ケ
ー
プ
の
よ
う
に
纏
う
姿
で
描

か
れ
て
い
ま
す
。
奈
良
や
京
都
に
い
た
当
時
の
日
本
人
に

と
っ
て
、
北
に
住
む
蝦
夷
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
オ
オ
ワ

シ
の
尾
羽
を
纏
う
人
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。
ま
た
、
合
戦
絵
巻
『
平
治
物
語
絵
詞
』
に
描
か

れ
て
い
る
武
士
た
ち
を
見
る
と
、
彼
ら
の
背
負
う
矢
の
矢

羽
に
も
オ
オ
ワ
シ
の
尾
羽
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て

取
れ
ま
す
。
本
州
で
は
こ
の
当
時
、
オ
オ
ワ
シ
の
尾
羽
が

大
量
に
消
費
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た

ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
オ
オ
ワ
シ
の
尾
羽
を
大
量
に
入
手
し

よ
う
と
思
っ
た
ら
、
オ
オ
ワ
シ
の
棲
息
地
に
行
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。
日
本
国
内
で
オ
オ
ワ
シ
が
最
も
多
く
棲
息
す

る
の
は
道
東
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
側
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ロ

シ
ア
の
沿
海
州
で
繁
殖
し
た
オ
オ
ワ
シ
は
、冬
に
な
る
と
、

サ
ハ
リ
ン
を
経
由
し
て
道
東
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
側
に
南
下

し
て
き
ま
す
。
一
〇
世
紀
頃
、
ア
イ
ヌ
の
祖
先
た
ち
が
道

東
に
進
出
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
オ
オ
ワ
シ
の
尾
羽
を

本
州
に
出
荷
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
一
五
世
紀
に
は
千
島
列
島
か

ら
北
千
島
、カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島
ま
で
進
出
し
て
い
ま
す
。

こ
の
時
期
に
本
州
で
書
か
れ
た
歴
史
書
（『
後
鑑
』
の
一

四
二
三
年
の
記
事
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
一
四
八

三
年
の
記
事
な
ど
）
に
は
、
ラ
ッ
コ
の
毛
皮
に
関
す
る
記

述
が
出
て
き
ま
す
。
非
常
に
優
れ
た
毛
皮
と
さ
れ
、
日
本

か
ら
中
国
へ
の
輸
出
品
に
も
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
日

本
か
ら
最
も
近
い
ラ
ッ
コ
の
棲
息
地
は
、
得ウ
ル
ッ
プ撫
島
を
中
心

と
し
た
北
千
島
の
地
域
で
す
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
一
五
世

紀
に
北
千
島
に
進
出
し
た
の
は
、
ラ
ッ
コ
の
棲
息
地
に

行
っ
て
ラ
ッ
コ
を
捕
り
、
そ
の
毛
皮
を
本
州
に
出
荷
す
る

た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
一
〇
世
紀
半
ば
以
降
に
は
、
道
南
の
奥
尻

島
へ
の
進
出
も
見
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
ア
シ
カ
と
ア
ワ

ビ
を
徹
底
的
に
捕
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
ア
シ
カ
の
毛

皮
、
干
し
ア
ワ
ビ
は
本
州
で
は
商
品
価
値
を
有
す
る
も
の

で
し
た
の
で
、
こ
れ
も
背
景
に
は
本
州
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対

応
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

や
や
時
代
が
下
り
、
一
五
世
紀
頃
の
遺
跡
の
中
に
は
、

エ
ゾ
シ
カ
の
骨
が
大
量
に
出
土
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

陸
別
町
に
あ
る
ユ
ク
エ
ピ
ラ
チ
ャ
シ
と
い
う
遺
跡
に
は
、

一
万
頭
も
の
エ
ゾ
シ
カ
の
骨
が
埋
も
れ
て
い
ま
す
。
日
本

国
内
は
こ
の
時
期
は
戦
国
時
代
に
当
た
り
、
武
具
や
馬
具

す
。
石
狩
川
水
系
に
お
け
る
サ
ケ
の
三
大
産
卵
場
と
い
わ

れ
る
地
域
で
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
あ
る
集
落
は
い
ず
れ

も
サ
ケ
の
漁
村
に
な
っ
て
お
り
、
縄
文
時
代
の
集
落
と
は

か
な
り
様
相
が
異
な
り
ま
す
。
逆
に
、
同
じ
石
狩
川
水
系

で
も
サ
ケ
が
遡
上
し
な
か
っ
た
河
川
の
流
域
で
は
、
擦
文

時
代
の
集
落
遺
跡
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

擦
文
時
代
の
石
狩
川
水
系
に
あ
っ
た
集
落
は
、
サ
ケ
の
生

態
系
と
密
接
不
可
分
な
か
た
ち
で
展
開
し
て
い
た
こ
と
が

推
測
で
き
ま
す
。

　

⑵　

本
州
向
け
商
品
生
産
に
対
応
し
た
生
態
系
適
応
の

　
　

拡
大

　

擦
文
時
代
に
お
け
る
集
落
形
成
の
生
態
系
適
応
上
の
劇

的
な
変
化
は
、
実
は
石
狩
川
水
系
だ
け
で
起
き
た
わ
け
で

は
な
く
、一
〇
世
紀
頃
に
全
道
で
一
斉
に
起
き
て
い
ま
す
。

こ
の
時
期
、
北
海
道
の
内
外
で
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が

起
き
て
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
（
八
～
一
五
世
紀
）、

北
海
道
で
暮
ら
し
て
い
た
ア
イ
ヌ
民
族
あ
る
い
は
そ
の
祖

先
の
人
々
が
活
動
領
域
を
大
き
く
拡
大
さ
せ
て
い
ま
す
。

本
州
で
は
奈
良
時
代
に
当
た
る
八
世
紀
頃
、
ア
イ
ヌ
の
祖

先
の
人
々
は
北
海
道
全
域
で
は
生
活
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
元
々
は
全
道
に
広
が
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
五
世
紀

頃
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
と
い
う
異
民
族
が
サ
ハ
リ
ン
か
ら
南

下
し
て
き
た
た
め
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
道
東
・
道
北

か
ら
は
退
去
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
が
一
〇
世
紀
以
降

に
な
る
と
一
転
し
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
を
同
化
し
な
が
ら
、
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末
期
に
は
、
漁
の
条
件
の
良
い
メ
ム
以
外
の
地
域
に
も
広

く
こ
う
し
た
仕
掛
け
を
設
け
て
、
サ
ケ
の
漁
場
の
開
発
を

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

明
治
時
代
が
始
ま
っ
た
頃
、
和
人
の
入
植
が
始
ま
る
直

前
の
上
川
ア
イ
ヌ
は
ど
れ
ほ
ど
の
数
の
サ
ケ
を
捕
っ
て
い

た
の
か
、開
拓
使
が
調
査
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
段
階
で
、
上
川
ア
イ
ヌ
六
八

戸
（
約
三
〇
〇
人
）
で
年
間
約
九
万
尾
（
一
戸
当
た
り
約

一
三
〇
〇
尾
）
を
捕
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
前
出
の
松
浦

武
四
郎
の
報
告
を
踏
ま
え
る
と
、
近
世
後
期
以
前
に
は
、

一
戸
当
た
り
年
間
三
〇
〇
〇
～
五
〇
〇
〇
尾
、
集
落
と
し
て

は
約
二
一
万
尾
を
捕
獲
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
サ
ケ
は
、
基
本
的
に
「
干か
ら
ざ
け鮭
」
と
い
う
乾
燥

加
工
品
に
加
工
さ
れ
、
本
州
に
出
荷
さ
れ
ま
し
た
。
一
軒

当
た
り
数
千
尾
と
い
う
規
模
で
捕
獲
さ
れ
た
サ
ケ
は
、
内

蔵
の
処
理
後
、
ま
ず
日
干
し
に
さ
れ
、
そ
の
後
屋
内
に
運

ば
れ
て
囲
炉
裏
の
火
で
燻
さ
れ
、倉
庫
内
で
一
冬
を
越
え
、

翌
春
に
丸
木
舟
で
石
狩
川
の
河
口
に
移
送
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
の
上
川
ア
イ
ヌ
が
低
位
段
丘
面
と
い
う
劣
悪
な
環
境

に
あ
え
て
集
落
を
構
え
た
の
は
、
膨
大
な
量
の
サ
ケ
の
加

工
作
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
住
居
と
漁
場
を
別
々
に
設

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。つ
ま
り
、

集
落
が
漁
場
で
あ
り
、
加
工
基
地
で
あ
り
、
流
通
拠
点
で

も
あ
っ
た
た
め
、
劣
悪
な
環
境
で
あ
っ
て
も
、
漁
場
の
あ

る
低
位
段
丘
面
に
住
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

上
川
ア
イ
ヌ
は
全
体
で
三
〇
〇
人
規
模
の
集
団
で
し
た

が
、
集
落
と
し
て
は
以
下
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

の
材
料
と
し
て
シ
カ
の
毛
皮
な
ど
が
大
量
に
消
費
さ
れ
て

お
り
、
四
国
・
九
州
・
東
北
地
方
の
山
間
部
で
は
徹
底
的

に
シ
カ
が
捕
ら
れ
た
ほ
か
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
、
東

南
ア
ジ
ア
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
何
十
万
枚
も
の
シ
カ
の
毛

皮
が
輸
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
北
海
道

か
ら
エ
ゾ
シ
カ
の
毛
皮
を
本
州
に
出
荷
し
て
い
た
と
い
う

文
字
の
記
録
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

陸
別
の
遺
跡
の
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
恐
ら
く
、
道

東
で
は
エ
ゾ
シ
カ
を
大
量
に
捕
り
、
そ
の
毛
皮
を
本
州
に

出
荷
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

以
上
で
見
て
き
た
、
一
〇
世
紀
以
降
に
道
内
各
地
で
始

ま
る
、
商
品
生
産
に
特
化
し
た
生
態
系
適
応
の
こ
と
を
、

私
自
身
は「
ア
イ
ヌ
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

４
．
近
世
期
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の

　

深
化

　

一
〇
世
紀
以
降
に
成
立
し
て
く
る
ア
イ
ヌ
・
エ
コ
シ
ス

テ
ム
は
、
本
州
向
け
の
商
品
生
産
へ
の
対
応
を
原
動
力
に

し
な
が
ら
、
一
五
世
紀
ま
で
に
北
海
道
全
域
お
よ
び
北
海

道
周
辺
の
地
域
に
ま
で
拡
大
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
近
世
期

（
江
戸
時
代
、
一
七
～
一
九
世
紀
）
に
入
っ
て
ど
の
よ
う

に
展
開
し
て
い
く
の
か
、
上
川
盆
地
を
例
に
見
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

一
九
世
紀
の
上
川
ア
イ
ヌ
の
集
落
の
位
置
を
、
松
浦
武

四
郎
の
残
し
た
記
録
な
ど
に
基
づ
い
て
特
定
す
る
と
、
擦

文
時
代
に
比
べ
て
集
落
数
は
増
え
、
分
布
域
も
広
が
っ
て

い
ま
し
た
。
擦
文
時
代
は
前
述
の
と
お
り
石
狩
川
水
系
の

メ
ム
の
集
中
す
る
地
域
に
し
か
な
か
っ
た
の
が
、
近
世
期

に
は
石
狩
川
の
上
流
部
や
忠
別
川
の
流
域
に
も
形
成
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
擦
文
時
代
と

近
世
期
で
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
は
い
ず

れ
も
低
位
段
丘
面
に
お
い
て
集
落
が
展
開
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
和
人
が
入
植
す
る
前
の
一
八
八
四
（
明
治

一
七
）
年
に
書
か
れ
た
ア
イ
ヌ
集
落
の
絵
を
見
る
と
、
石

狩
川
の
畔
の
低
位
段
丘
面
（
現
在
の
緑
町
付
近
）
に
住
居
、

ク
マ
の
檻
、
サ
ケ
の
干
し
場
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

上
川
ア
イ
ヌ
が
低
位
段
丘
面
に
暮
ら
し
て
い
た
理
由

は
、松
浦
武
四
郎
の
描
い
た
一
枚
の
絵（『
蝦
夷
訓
蒙
図
彙
』

所
収
）
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。
こ
の
絵
で
は
上
川

ア
イ
ヌ
の
メ
ム
で
の
サ
ケ
漁
の
様
子
が
描
か
れ
、
数
頭
の

犬
が
川
に
入
っ
て
サ
ケ
を
捕
っ
て
い
る
場
面
で
す
。
当
時

の
上
川
ア
イ
ヌ
の
家
庭
で
は
、
一
軒
あ
た
り
五
～
七
頭
の

犬
を
飼
い
、
子
犬
の
頃
か
ら
訓
練
し
て
サ
ケ
漁
の
技
術
を

仕
込
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
一
軒
あ
た
り
五
～
七
頭
の
犬

が
一
シ
ー
ズ
ン
で
捕
っ
て
く
る
サ
ケ
の
数
は
二
〇
〇
〇
尾

に
も
及
ん
だ
と
、
松
浦
武
四
郎
は
伝
え
て
い
ま
す
。
一
軒

の
家
庭
で
は
食
べ
き
れ
る
量
で
は
な
く
、
商
品
と
し
て
の

出
荷
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ま
た
、
松
浦
武
四
郎
が
一
八
五
七
（
安
政
四
）
年
に
描

い
た
絵
「
テ
ッ
シ
の
図
」
に
は
、
上
川
ア
イ
ヌ
が
石
狩
川

の
本
流
で
行
っ
て
い
た
サ
ケ
漁
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
テ
ッ
シ
は
サ
ケ
を
捕
る
た
め
の
仕
掛
け
の
こ
と
で
、

川
の
流
れ
の
中
に
杭
を
何
本
も
打
ち
、
岸
近
く
に
設
け
た

台
の
上
に
サ
ケ
を
追
い
込
み
、
鈎
銛
で
捕
る
漁
法
で
す
。

こ
れ
は
実
は
効
率
の
良
く
な
い
漁
法
で
す
が
、
江
戸
時
代
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よ
り
、
使
用
の
可
否
が
左
右
さ
れ
ま
す
。
実
は
上
川
ア
イ

ヌ
の
三
グ
ル
ー
プ
の
集
落
の
分
布
状
況
は
、
丸
木
舟
の
遡

上
限
界
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
石
狩
川
下
流
グ
ル
ー
プ
と

忠
別
川
下
流
グ
ル
ー
プ
の
遡
上
限
界
は
浅
川
用
丸
木
舟
の

遡
上
限
界
に
対
応
し
、
石
狩
川
下
流
グ
ル
ー
プ
と
上
流
グ

ル
ー
プ
の
活
動
領
域
の
境
界
は
浅
川
用
丸
木
舟
と
急
流
用

丸
木
舟
の
乗
り
換
え
地
点
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

５
．
近
代
以
降
の
和
人
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・

　

定
着

　

明
治
期
に
入
る
と
北
海
道
へ
の
和
人
の
入
植
が
本
格
化

し
、
上
川
盆
地
に
も
和
人
が
入
り
込
ん
で
き
ま
す
。
和
人

が
上
川
盆
地
に
構
築
し
た
都
市
の
景
観
は
、
高
位
・
中
位
・

低
位
の
段
丘
面
ご
と
に
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
ま

す
。

　

⑴　

中
位
段
丘
面
に
市
街
地
を
建
設

　

上
川
盆
地
へ
の
入
植
は
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年

の
永
山
兵
村
の
入
植
、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
の
旭

川
兵
村
の
入
植
お
よ
び
旭
川
市
街
地
の
形
成
、
一
九
〇
〇

（
明
治
三
三
）
年
の
陸
軍
第
七
師
団
の
配
備
と
、
計
画
的

に
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
中
位
段
丘

面
に
建
設
さ
れ
た
和
人
の
都
市
で
す
。

　

和
人
が
入
植
し
た
中
位
段
丘
面
は
、
河
川
氾
濫
が
及
ば

な
い
た
め
に
植
物
が
よ
く
生
育
す
る
と
い
う
特
性
を
有

し
、
大
森
林
地
帯
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
和
人
た
ち
が
あ

て
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
石
狩
川
上
流
グ
ル
ー
プ
、
石

狩
川
下
流
グ
ル
ー
プ
、忠
別
川
（
下
流
）
グ
ル
ー
プ
で
す
。

上
川
盆
地
で
サ
ケ
が
遡
上
す
る
河
川
は
石
狩
川
と
忠
別
川

だ
け
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
の
川
筋
に
上
川
ア
イ
ヌ
は
三
グ

ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
集
落
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

全
体
で
三
〇
〇
人
ほ
ど
の
上
川
ア
イ
ヌ
が
、
サ
ケ
の
遡

上
す
る
二
つ
の
川
筋
に
あ
え
て
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
て
集
落
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
も
サ
ケ
と
関
係
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
実
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
集
落

は
、
い
ず
れ
も
メ
ム
＝
サ
ケ
の
産
卵
場
に
立
地
し
て
い
ま

し
た
。
ア
イ
ヌ
民
族
の
砦
も
し
く
は
聖
域
な
ど
と
解
釈
さ

れ
て
い
る
チ
ャ
シ
は
上
川
盆
地
に
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す

が
、
所
在
地
は
三
グ
ル
ー
プ
の
各
集
落
に
対
応
し
て
い
ま

す
。
擦
文
時
代
に
成
立
し
た
ア
イ
ヌ
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
は
、

江
戸
時
代
の
終
わ
り
に
は
サ
ケ
の
生
態
系
に
さ
ら
に
特
化

す
る
か
た
ち
で
深
化
し
、
擦
文
時
代
に
は
重
要
視
さ
れ
な

か
っ
た
二
次
的
な
遡
上
河
川
や
産
卵
場
も
、
江
戸
時
代
の

終
わ
り
に
は
余
さ
ず
開
発
・
利
用
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

あ
わ
せ
て
、
上
川
ア
イ
ヌ
の
社
会
の
成
り
立
ち
に
は
、

丸
木
舟
の
利
用
、
す
な
わ
ち
流
通
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。
松
浦
武
四
郎
の
残
し
た
記
録
に
、
上
川
ア
イ

ヌ
の
丸
木
舟
の
往
来
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
丸

木
舟
で
河
川
を
移
動
す
る
場
合
、
一
つ
の
丸
木
舟
で
ど
こ

ま
で
も
移
動
が
可
能
な
わ
け
で
は
な
く
、
限
界
が
あ
り
ま

す
。
丸
木
舟
自
体
の
つ
く
り
や
用
途
に
も
よ
り
ま
す
が
、

岩
の
露
出
、
流
木
の
量
、
流
水
量
な
ど
の
環
境
の
変
化
に

え
て
中
位
段
丘
面
に
入
植
し
た
理
由
と
し
て
は
、
平
坦
で

広
大
な
面
積
を
有
す
る
た
め
都
市
空
間
の
実
現
に
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
、
比
較
的
硬
い
粘
土
質
の
土
壌
で
あ
る
た
め

水
稲
耕
作
に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
上
川
盆
地

で
の
水
稲
耕
作
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
に
旭
川

兵
村
で
始
ま
り
、
わ
ず
か
一
七
年
後
に
は
盆
地
内
の
中
位

段
丘
面
全
体
に
広
が
り
ま
し
た
。
逆
に
水
田
化
し
な
か
っ

た
の
は
、
陸
軍
第
七
師
団
の
駐
屯
地
、
近
文
・
雨
紛
・
神

楽
台
地
の
上
の
高
位
段
丘
面
、
三
大
河
川
の
流
域
の
低
位

段
丘
面
で
す
。

　

旭
川
の
市
街
地
は
、
札
幌
の
中
心
市
街
地
な
ど
と
同
じ

よ
う
に
条
里
区
画
が
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
五
番
の
目
に
な
っ

て
い
ま
す
。
条
里
区
画
の
起
点
は
現
在
の
旭
川
赤
十
字
病

院
（
旭
川
市
曙
一
条
）
の
傍
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
市
街

地
の
起
点
が
置
か
れ
た
理
由
は
、
中
位
段
丘
面
の
西
端
だ

か
ら
で
す
。
こ
こ
か
ら
西
方
に
あ
る
番
外
地
は
低
位
段
丘

面
で
す
。『
旭
川
市
史
稿
・
上
巻
』（
一
九
三
一
年
）に
は
、「
月

を
経
る
に
従
ひ
、
移
住
者
増
加
す
べ
き
を
想
ひ
、
今
の
市

街
地
に
て
狭
隘
を
感
ぜ
し
時
、
西
方
よ
り
漸
次
東
方
に
及

し
、
大
市
を
成
す
に
差
支
な
か
ら
し
め
ん
為
め
…
」
と
記

述
さ
れ
て
い
ま
す
。
将
来
的
に
市
街
地
が
東
に
向
か
っ
て

中
位
段
丘
面
の
上
を
拡
大
し
て
い
け
る
よ
う
に
、
条
里
区

画
の
起
点
を
西
端
の
低
位
段
丘
面
と
の
境
に
置
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

⑵　

賤
視
空
間
化
し
た
低
位
段
丘
面

　

条
里
区
画
の
起
点
の
西
側
に
広
が
る
低
位
段
丘
面
上
の
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録
に
よ
る
と
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
の
大
水
害
で

は
、鷹
栖
村
（
近
文
地
区
を
含
む
）
の
家
屋
流
出
の
三
四
％

が
「
土
人
家
屋
」
で
あ
り
、
給
与
地
の
被
害
が
激
し
い
の

で
す
が
、
耕
地
被
害
で
は
給
与
地
は
二
％
に
過
ぎ
ず
、
農

地
開
発
の
遅
れ
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も

こ
の
地
域
は
当
時
、
河
川
氾
濫
が
毎
年
の
よ
う
に
起
き
る

地
域
で
あ
り
、
農
業
に
適
し
た
土
地
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

大
正
時
代
（
一
九
一
五
年
頃
）
に
旭
川
で
販
売
さ
れ
て

い
た
絵
は
が
き
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
上
川

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
写
真
と
、
浸
水
す
る
曙
遊
郭
で
助
け
を

求
め
る
遊
女
の
写
真
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
も

当
時
、
低
位
段
丘
面
で
生
活
し
て
い
た
人
た
ち
で
す
。

　

⑶　

神
域
化
し
た
高
位
段
丘
面

　

高
位
段
丘
面
に
当
た
る
神
楽
台
地
の
先
端
部
は
、
現
在

は
上
川
神
社
を
含
む
旭
川
市
神
楽
岡
公
園
が
あ
る
場
所
で

す
が
、
元
々
は
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
天
皇
の
離

宮
（
夏
の
別
荘
）
造
営
が
計
画
さ
れ
て
い
た
土
地
で
あ
り
、

宮
内
省
の
動
植
物
調
査
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

な
ぜ
高
位
段
丘
面
が
天
皇
の
空
間
に
な
る
か
と
言
え

ば
、
人
民
の
空
間
を
天
皇
が
見
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
国

見
」を
す
る
の
に
適
し
た
立
地
だ
か
ら
で
す
。
前
出
の『
旭

川
市
史
稿
・
上
巻
』
に
は
、「
上
川
市
街
は
チ
ュ
プ
ペ
ツ

川
（
忠
別
川
）
を
隔
て
、
屯
田
兵
屋
は
遠
く
圃
中
に
露
見

し
（
中
略
）
満
野
の
風
景
一
望
の
中
」
と
い
う
記
述
が
あ

り
ま
す
。
実
際
に
、
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
皇
太

子
（
後
の
大
正
天
皇
）
が
こ
こ
を
訪
れ
、神
楽
台
地
に
立
っ

て
国
見
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
様
子
に
つ
い
て
は
、『
上

川
神
社
誌
稿
』
と
い
う
文
書
に
、「
本
市
民
櫛し
っ
ぴ比
の
状
況

を
台
覧
あ
ら
せ
ら
れ
、
上
川
平
原
の
禾か
こ
く
じ
ょ
う
じ
ょ
う

穀
穣
々
た
る
を
御

展
望
あ
ら
せ
ら
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
を
も
っ
て
上
川

離
宮
の
建
設
計
画
は
頓
挫
し
、
中
位
段
丘
面
に
建
て
ら
れ

て
い
た
上
川
神
社
が
縣
社
に
昇
格
さ
せ
ら
れ
、
翌
年
に
は

離
宮
の
建
設
予
定
地
に
移
転
さ
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
戦
前
期
の
上
川
盆
地
で
は
、
高
位
段
丘
面
で
あ
る
神

楽
台
地
は
神
の
空
間
と
さ
れ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。

　

神
楽
台
地
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
宅
地
造
成
が
進
ん

で
市
営
住
宅
や
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
開
発
が
本
格
化
し
、
一

般
市
民
の
移
住
が
進
み
始
め
、
い
わ
ば
天
皇
の
空
間
か
ら

市
民
の
空
間
へ
と
変
化
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
明
治
期
以
降
に
和
人
が
入
植
し

て
く
る
な
か
で
、
上
川
盆
地
の
段
丘
面
は
以
下
の
よ
う
に

変
化
し
た
と
整
理
で
き
ま
す
。

　

中
位
段
丘
面
は
、
近
世
期
ま
で
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
も
暮

ら
し
て
お
ら
ず
、
森
林
地
帯
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
明

治
期
以
降
は
、
市
民
が
暮
ら
し
、
水
稲
耕
作
が
活
発
に
行

わ
れ
る
土
地
に
な
り
、
い
わ
ば
「
正
統
な
国
民
の
空
間
」

と
し
て
整
備
さ
れ
た
と
言
え
ま
す
。

  

低
位
段
丘
面
は
、
近
世
期
ま
で
は
サ
ケ
の
生
態
系
に
適

応
し
て
ア
イ
ヌ
集
落
が
分
布
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

明
治
期
以
降
、
当
初
は
低
開
発
地
と
し
て
取
り
残
さ
れ
、

一
九
世
紀
末
頃
か
ら
は
和
人
社
会
の
中
で
は
下
層
と
み
な

番
外
地
は
、
長
ら
く
開
発
が
進
ま
ず
、
大
正
時
代
ま
で
低

開
発
地
と
し
て
取
り
残
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
地
域
に
住
宅
が
増
え
始
め
る
の
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
、
石
狩
川
に
土
手
が
築
か
れ
て
、
河
川
氾
濫
に
よ
る

水
害
の
発
生
が
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

と
は
い
え
、
そ
う
な
る
以
前
に
全
く
利
用
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
八
八
〇
年
代
以
降
、
低
位
段
丘
面
に
位
置
す
る
忠
和

地
区
、
近
文
地
区
、
曙
地
区
は
、
一
言
で
言
え
ば
賤
視
空

間
化
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

忠
和
地
区
は
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
以
降
、
空

知
集
治
監
（
三
笠
市
）
な
ど
の
囚
人
を
投
入
し
て
の
農
地

開
発
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
民

間
へ
の
農
地
の
貸
し
下
げ
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
大
水
害

（
一
八
九
八
年
九
月
な
ど
）
に
よ
っ
て
入
植
者
は
す
べ
て

転
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
の
開
墾
は
ほ
と
ん
ど

進
ま
ず
、
牛
の
放
牧
場
な
ど
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

曙
地
区
は
、
一
般
の
人
々
は
住
ま
ず
、
一
八
九
八
（
明

治
三
一
）
年
に
遊
郭
が
設
置
さ
れ
た
ほ
か
、
安
宿
や
風
呂

屋
が
建
ち
、
柾
屋
や
馬
車
追
と
い
っ
た
下
層
の
人
々
が
住

み
着
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

近
文
地
区
は
ア
イ
ヌ
給
与
予
定
地
に
設
定
さ
れ
、
石
狩

川
・
忠
別
川
筋
に
広
く
集
落
を
形
成
し
て
い
た
上
川
ア
イ

ヌ
の
人
々
は
す
べ
て
こ
こ
に
強
制
的
に
移
住
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
近
文
に
集
め
ら
れ
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
農
業
へ
の

従
事
を
強
い
ら
れ
ま
す
が
、
河
川
氾
濫
が
繰
り
返
し
起
き

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
最
終
的
に
農
業
で
自
活
で
き
る
ほ
ど

に
な
っ
た
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
の
記
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う
が
、
ど
こ
の
地
域
で
も
多
様
に
柔
軟
に
生
き
て
い
け
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
擦
文
時
代
中
期
に
当
た
る
一
〇
世
紀
以
降

に
な
る
と
、
こ
の
時
代
の
遺
跡
が
出
土
し
て
い
る
市
町
村

の
方
が
は
る
か
に
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
限
ら
れ
た
地
域

に
し
か
擦
文
集
落
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
サ
ケ
の
捕
れ
る
石
狩
川
水
系
の
流

域
や
、
オ
オ
ワ
シ
を
捕
っ
て
尾
羽
を
調
達
で
き
る
道
東
の

オ
ホ
ー
ツ
ク
海
側
な
ど
、
和
人
向
け
の
交
易
品
・
商
品
を

生
産
で
き
る
場
所
に
擦
文
集
落
の
分
布
域
が
限
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。
縄
文
時
代
に
比
べ
て
利
用
さ
れ
る
資
源
が

偏
っ
て
お
り
、
上
川
盆
地
の
場
合
、
河
川
を
遡
上
す
る
サ

ケ
漁
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
上
川
ア
イ
ヌ
は
漁
民

で
あ
り
、
交
易
民
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

明
治
期
以
降
に
入
っ
て
き
た
和
人
は
、
農
耕
民
と
し
て

中
位
段
丘
面
の
平
坦
地
を
利
用
し
つ
つ
、
高
位
・
中
位
・

低
位
の
段
丘
面
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
社
会
階
層
の
人
々
を

住
ま
わ
せ
、
都
市
の
整
備
を
進
め
ま
し
た
。

　

ア
イ
ヌ
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
と
和
人
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
と

の
間
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
森
林

と
河
川
の
扱
わ
れ
方
を
見
る
と
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。

　

縄
文
時
代
の
人
々
が
生
活
に
利
用
し
て
い
た
森
林
は
、

和
人
の
入
植
後
に
一
気
に
は
ぎ
取
ら
れ
ま
し
た
。
和
人
の

進
め
る
市
街
地
・
農
地
の
開
発
に
お
い
て
森
林
は
全
く
無

用
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
上
川
盆
地
の
固
有
な
森
林

生
態
系
は
、
和
人
の
中
で
は
全
く
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、

本
州
と
同
じ
環
境
を
上
川
盆
地
に
つ
く
り
出
す
た
め
の
単

な
る
土
地
に
さ
れ
ま
し
た
。

さ
れ
た
人
々
の
居
住
す
る
「
賤
視
空
間
」
と
し
て
利
用
さ

れ
ま
し
た
。

　

高
位
段
丘
面
は
、
明
治
期
以
降
、
天
皇
の
離
宮
の
建
設

計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
り
、
同
計
画
が
頓
挫
し
た
後
は
上

川
神
社
が
移
設
さ
れ
た
り
す
る
「
神
の
空
間
」
と
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
上
川
盆
地
の
地
形
と
い
う
も
の
は
、
明

治
期
以
降
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
（
階
層
）
を
持
っ
た
か
た
ち

で
構
造
化
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
ま
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、段
丘
面
の
形
成
す
る
景
観
そ
れ
自
体
が
、

「
国
民
」
を
創
出
す
る
装
置
と
し
て
機
能
し
た
と
も
言
え

ま
す
。

６
．
ま
と
め
に
代
え
て

－

上
川
盆
地
で
の
近
代
の
実

　

現
の
意
味

　

以
上
、
縄
文
時
代
の
人
々
、
古
代
か
ら
近
世
の
ア
イ
ヌ

民
族
、
近
代
以
降
の
和
人
集
団
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

上
川
盆
地
の
土
地
利
用
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
き
ま
し

た
。
段
丘
面
の
利
用
の
し
か
た
は
す
べ
て
違
っ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

  

縄
文
時
代
の
人
々
は
、
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
も
の
を
必

要
に
応
じ
て
、
特
定
の
資
源
に
偏
る
こ
と
な
く
、
適
宜
利

用
で
き
る
環
境
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
生
活
の
中
心
は
森

林
で
あ
り
、
森
林
生
態
系
の
も
た
ら
す
資
源
を
利
用
し
て

生
き
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
道
内
を
見
る
と
、
縄
文
時
代

の
遺
跡
が
出
土
し
て
な
い
市
町
村
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に

言
え
ば
、
海
辺
だ
ろ
う
が
、
内
陸
だ
ろ
う
が
、
山
奥
だ
ろ

　

ま
た
、
古
代
以
降
の
上
川
盆
地
の
人
々
は
河
川
生
態
系

に
適
応
し
て
生
き
て
い
ま
し
た
が
、
河
川
は
和
人
入
植
後

に
お
い
て
は
サ
ケ
の
生
産
上
お
よ
び
流
通
上
の
意
味
を
失

い
ま
し
た
。
サ
ケ
漁
は
沿
岸
部
だ
け
に
集
約
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
流
通
は
舟
運
か
ら
道
路
へ
と
転
換
さ
れ
た
か
ら

で
す
。
そ
う
な
る
と
、
河
川
は
都
市
部
に
水
害
を
も
た
ら

す
支
障
物
件
で
し
か
な
く
、
単
な
る
水
路
と
し
て
徹
底
的

な
管
理
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
上
川
盆
地
に
訪
れ
た
近

代
は
、
上
川
盆
地
の
固
有
の
生
態
系
や
こ
れ
に
適
応
し
た

固
有
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
全
く
無
化
し
、
無
主
性
・
無
名

性
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
こ
と
で
実
現
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
同
化

政
策
は
、
サ
ケ
漁
や
狩
猟
の
禁
止
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る

こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
彼
ら
が
古
代
以
来
確
立
・
立

脚
し
て
き
た
生
活
基
盤
を
奪
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
も
っ

と
深
い
レ
ベ
ル
で
極
め
て
深
刻
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て

い
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

 ＜

せ
が
わ　

た
く
ろ
う
・
札
幌
大
学
教
授＞

　

本
稿
は
、二
〇
二
一
年
二
月
二
六
日
に
開
催
し
た
、

北
海
道
近
現
代
史
研
究
会
・
第
六
回
学
習
会
の
内
容

を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。　
　
　
　

文
責
・
編
集
部


